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陶
淵
明
「
責
子
」
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『
文
術
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に
つ
い
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［
岩
波
文
庫
「
陶
淵
明
全
集(

上)

」
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注 p.248~250

］
の
訳
は
次
の
通
り 

 

白
髪
は
左
右
の
鬢
を
覆
い
、
皮
膚
も
も
う
皺
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
の
子
は
五
人
も
い
る
の
に
、
そ

ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
勉
強
が
き
ら
い
と
き
て
い
る
。
長
男
の
阿
舒(

あ
じ
ょ)

は
十
六
歳
に
も
な
る
が
、
無
類
の
怠
け

も
の
だ
。
次
男
の
阿
宣(

あ
せ
ん)

は
や
が
て
十
五
歳
を
迎
え
よ
う
と
い
う
の
に
、
文
章
学
問
の
道
が
好
き
で
な
い
。 

そ
の
下
の
雍(

よ
う)

と
端(

た
ん)

は
、
ふ
た
り
と
も
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
。
末
っ

子
の
通(

と
お)

も
も
う
す
ぐ
九
歳
に
な
る
と
い
う
の
に
、
梨
だ
の
栗
だ
の
を
ね
だ
る
ば
か
り
だ
。
だ
が
こ
れ
も
ま

あ
運
命
な
ら
ば
、
あ
き
ら
め
て
、
酒
で
も
飲
む
こ
と
に
し
よ
う
。 

  

「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
箇
所
を
「
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
と
し
て
い
ま

す
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
勉
強
嫌
い
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
三
歳
に
も
な
っ
て
「
六
と
七

と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
六
と
七
と
の
区
別
」
は
勉
強
で
覚
え
る
と
い
う
よ
り
、
生
活
・

遊
び
の
中
で
身
に
付
い
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。
じ
つ
は
「
識
」
に
は
、「
見
分
け
る
」
と
い
う
他
に
「
悟
る
・

気
が
付
く
」
と
い
う
字
義
も
あ
る
の
で
す
。「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
訳
は
、
「
十
三
歳
に
も
な
る
の
に
、
六
と

七
と
で(

た
す
と)

自
分
の
歳
に
な
る
こ
と
す
ら
気
が
付
か
な
い
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
は
ず
で
す
。
…
…
父
と

子
の
会
話
の
中
で
、
「
お
ま
え
た
ち
が
６
歳
の
時
に
○
○
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
も
う
あ
れ
か
ら
７
年
も

た
つ
の
だ
な
あ
」
と
言
う
父
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
ア
レ
レ
？
ボ
ク
今
い
く
つ
だ
っ
け
」
と
聞
き
返
す
子
ど
も
。

ア
ン
ポ
ン
タ
ン
な
息
子
に
深
い
た
め
息
を
つ
く
父
…
…
そ
う
い
っ
た
の
ど
か
な
情
景
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
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な
い
、
と
て
も
巧
み
な
表
現
な
の
で
す
。
読
み
下
す
な
ら
ば
、
「
六
と
七
と
を
識(

し)

ら
ず
」
で
は
な
く
、
「
六
と

七
を
識(
し)
ら
ず
」
が
正
し
い
！
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
二
×
八
＝
十
六 

と
い
う
か
け
算
以
外

に
、
十
三
＝
六
＋
七 

と
い
う
足
し
算
も
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は
数
に
関
す
る
細
工
は
こ
れ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
に
「
責
子
」
に
み
ら
れ
る
数
遊
び
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

本
文
中
、
数
の
箇
所
は
次
の
枠
の
と
お
り
で
す
。 

                    

数
は 

二 

三 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
計
８
個
が
登
場
し
て
い
ま
す
。 

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
三
」
は
、
位
取
り
の
表
記
に
直
せ
ば
「
一
三
」
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら 

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る

と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
意
識
す
れ
ば
、
登
場
す
る
数
は
、
一 

二 

三 

五 

六 

七 

八 

九 

十 
の

計
９
個
と
解
せ
ま
す
。
こ
こ
で
四
の
欠
如
を
、
「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
て
補
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
匹
」

を
「
四
」
の
欠
画
表
記(

欠
画
文
字
の
使
用
は
、
漢
籍
で
は
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん)

の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
す
と

い
う
ウ
イ
ッ
ト
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
、
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。 

す
る
と
当
然 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

と
出
揃
い
ま
す
。
つ
ま
り
出
揃
う
よ
う
に

す
る
た
め
に 

 

①
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
る 

 

②
「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
る 

 

と
い
う
二
つ
の
操
作
を
勝
手
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
操
作
が
、
作
者
の
期
待
通
り
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
し
て
わ
か
り
ま
す
。 

 

い
ま
、
①
と
②
の
二
操
作
を
込
め
た
形
で
テ
キ
ス
ト
を
再
掲
し
ま
す
。 
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テ
キ
ス
ト
の
横
１
０
行
を
順
に
上1

～
下5

と
し
ま
し
ょ
う
。 

 

上
４
で
は 

二
＋
九
＝
十
一 

十
＝
十
と
一
の
二
義
＝
十
＋
一
＝
十
一 

 

上
５
行
で
は 

八
＋
三
＝
＝
十
一 

 

さ
ら
に
下
５
行
で
も 

四(

匹)

＋
七
＝
十
一 

 

で
す
。
さ
ら
に 

 

上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
で 

五
＋
六
＝
十
一 

 

で
あ
り
、
一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
が
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に
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分
割
さ
れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
十
一
と
い
う
数
は
①
の
操
作
で
登
場
し
た
十
と
一

と
い
う
数
と
符
合
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
次
の
２
点
に
お
い
て
不
完
全
で
す
。
つ
ま
り 

 

（
あ
）
五
＋
六
＝
十
一
に
つ
い
て
は
、
他
の
場
合
と
異
な
り
、
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
と
な
っ
て 

 
 
 
 

い
て
、
同
一
行
の
和
で
は
な
い
。 

 

（
い
）
②
に
関
す
る
符
号
が
何
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。 

  

で
は
次
に
（
あ
）
と
（
い
）
の
解
決
策
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
あ
）
を
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り

は
、
五
＋
六
＝
十
一
の
計
算
を
同
一
行
で
行
え
る
よ
う
な
手
段
を
捜
す
こ
と
で
す
。
上
３
行
の
五
の
隣
の
「
已
」

は
「
巳(

へ
び)

」
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
「
巳(
へ
び)

」
は
干
支
の
六
番
目
で
す
。
で
あ
れ
ば
「
匹
」
↓
「
四
」
と

同
様
に 

 

③
「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」 
 

と
す
る
こ
と
で 

 

「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」
＝
六 

 

つ
ま
り 

 

上
３
行
内
で 

 

五
＋
巳
＝
五
＋
六
＝
十
一 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
な
ん
と
３
つ
の
符
合
を
得
ま
す
。 

 

符
合
の
一
つ
目
は
、
動
物
で
あ
る
「
巳(

へ
び)

」
と
「
六
」
と
い
う
数
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
②
に
お
い
て
動
物
に
関
す
る
「
匹
」
が
数
「
四
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

符
合
の
二
つ
目
は
、
も
っ
と
巧
妙
で
す
。 

五
＋
六
＝
十
一
と
い
う
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
を
、
他
の
同
一
行
の
和
に
対
抗
さ
せ
る
手
法
は
、
上

の
五
つ
の
行
と
下
の
五
つ
の
行
と
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
我
々

が
数
に
関
し
て
着
目
し
た
箇
所
を
、
上
の
五
行
と
下
の
五
行
と
で
対
比
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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今
度
は
、
下
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当
す
る
上
段
の
文
字
と
、
上
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当

す
る
下
段
の
文
字
と
を
太
字
で
強
調
し
て
い
ま
す
。
い
ま
議
論
し
た
「
五
」
「
已
」
「
六
」
の
３
文
字
に
対
応
す

る
太
字
は
、
上
段
の
「
年
」
と
下
段
の
「
好
」「
故
」
で
す
。「
好
」
「
故
」
の
２
文
字
は
並
ん
だ
順
に
た
ど
れ
ば
、

「
好
故
」
つ
ま
り
「
故(

し
き
た
り)

を
好
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
「
年
」
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

「
年
」
に
関
す
る
「
故(

し
き
た
り)

を
好
む
」
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
干
支
「
巳(
へ
び)
」
＝
六
、
の
登

場
と
符
合
し
ま
す
。
残
り
の
３
つ
の
太
字
「
無
」
「
与
」
「
与
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
三
つ
目

の
符
合
を
得
る
た
め
に
縦
の
列
の
数
の
和
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

終
わ
り
か
ら
第
３
列
目
の
「
雍
端
年
十
三 

不
識
六
与
七
」
中
で
は
前
述
の
通
り
上
の
十
三
と
、
下
の
六
＋
七

＝
十
三
と
が
一
致
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
縦
の
和
を
と
る
と
き
に
は
①
の
よ
う
に
は
考
え
ず
に
、
「
十
」
は
十

の
ま
ま
で
扱
う
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
こ
の
列
は
上
下
あ
わ
せ
る
と 

 
 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 
 

で
す
。
一
方
３
列
目
で
は
、 

 

「
已
」
↓
「
巳(

へ
び)

」
＝
六 

「
二
八
」 

「
匹
」
↓
「
四
」 

 

が
登
場
し
て
い
ま
す
。
詩
の
内
容
か
ら
考
え
て
「
阿
舒
已
二
八
」
の
「
二
八
」
は
二
十
八
才
で
は
な
く
、 

二
×
八
＝
十
六
才 

と
解
す
の
は
当
然
で
す
。 

す
る
と
こ
の
第
３
列
で
は 
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六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六 

 

と
い
う
数
が
得
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た 

 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 

と
一
致
し
て
い
ま
す
。 

で
は
最
後
に
３
つ
の
太
字
「
無
」
「
与
」「
与
」
に
つ
い
て
で
す
。
「
与
」
は
英
語
のand

と
同
義
。
「
与
」
の
一

文
字
に
よ
っ
てand this place
つ
ま
り
「
与
」
の
こ
の
場
所
も
ま
た
、
上
段
と
下
段
の
対
比
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
の
た
、
と
い
う
意
味
合
い
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り

「
与
」
が
こ
の
箇
所
に
配
さ
れ
る
こ
と
で
、
上
段
と
下
段
を
対
比
す
る
見
方
へ
の
符
合
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
は
太
字
「
無
」
の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 
十 

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
は
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に
分
割

さ
れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
、
と
い
う
の
は
ど
う
も
格
好
悪
い
。

し
か
し
「
無
」
＝
ゼ
ロ 

で
あ
れ
ば
、
「
十
一
」
個
の
数 
０ 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

の
和
の
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
「
「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る

分
割
で
は
格
好
悪
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
彼
が
本
当
に
０
使
用
の
提
唱
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
の
論
拠
と
し
て
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
０
使
用
の
提
唱
の
符
号
は
、
我
々
の
解
読

の
端
緒
に
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
我
々
の
解
読
は
「
十
三
」
を
位
取
り
表
記
の
「
一
三
」
に
直
す
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
数
の
位
取
り
表
記
が
０
を
必
要
と
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
事
実
で
す(

た
と
え
ば
「
百
」
や
「
百
一
」
を
位
取
り
表
記
で
表
す
こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い)

。 
 

下
４
と
下
５
の
二
行
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
に
注
目
し
た 

無
・
与
・
与
・
匹
・
七 

の
五
文
字
以
外
を
横

に
た
ど
る
と
、 

 

「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
＝
「
復
紙
文
中
実
筆
術
慄
物
」 

 

「
紙
文
中
」
つ
ま
り
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
「
筆
術
慄
物
」
が
「
実(

ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る)
」
で
あ
る
、

と
解
せ
ま
す
。「
筆
術
慄
物
」
と
は
解
く
と
戦
慄
が
は
し
る
よ
う
な
凄
い
「
筆
術
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
今
ま
で
の
結
果
意
外
に
も
他
の
凄
い
符
合
が
潜
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
下
で
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
探
索
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

唐
突
で
す
が
、
説
文
解
字
（
漢
代
）
に
よ
れ
ば
「
士
」
＝
「
十
」
＋
「
一
」
で
す
。
「
士
」
は
男
子
。
つ
ま
り

「
十
一
」
＝
「
士
」
＝
「
男
子
」
と
解
せ
ま
す
。
「
雖
有
五
男
児
」
、
つ
ま
り
陶
淵
明
に
は
五
人
の
男
子
の
子
が

い
ま
す
。
そ
し
て
彼
も
無
論
「
男
子
」
。
つ
ま
り 

        

こ
の
こ
と
は
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
「
十
一
」
個
の
数
の
和
を
五
個

の
「
十
一
」
に
分
割
す
る
こ
と
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
五
人
の
息
子
の
う
ち
雍
と
端
の
二
人
だ
け
が
同
い
年
、

 
 

┐ 

舒 
 
 

┬ 

宣 

淵
明
┼ 

雍 
 
 

┬ 

端 
 
 

┌ 

通 

 
 

┐ 

士 
 
 

┬ 

士 
 

士
┼ 

士 
 
 

┬ 

士 
 
 

┌ 

士 

 
 

┐ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

十
一
┼ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

 
 

┌ 

十
一 
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つ
ま
り
双
子
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
一
緒
に
登
場
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
我
々
の
五
つ
の
「
十
一
」
に
つ
い

て
も
、
上
４
に
お
い
て
の
み
「
十
一
」
が
二
つ
現
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
「
十
一
」
は
テ
キ
ス
ト
の
「
十
」

に
「
十
」
と
「
一
」
の
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
け
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
の
「
十
」

の
箇
所
で
あ
る
上
４
行
を
左
か
ら
た
ど
る
と
、
「
如
九
十
志
二
男
両
」
で
す
。
こ
の
七
文
字
を
両
端
か
ら
中
心
の

「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
七
文
字
の
中
心
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
心
」
を
、
両
端
か

ら
中
心
の
「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
れ
、
と
い
う
指
示
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。
ま
ず 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」 

 

に
お
い
て
指
示
と
解
し
た
「
志
」
の
下
の
「
心
」
の
部
分
を
除
い
て
み
る
と 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
で
す
。 

さ
ら
に 

 

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
士
二
男
両
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
両
男
二
士
」 

 

「
両
男
」
と
は
、
て
ん
び
ん
ば
か
り
で
つ
り
あ
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
お
な
じ
、
で
あ
る
男
子
。 

「
両
男
二
士
」
と
は
、
そ
っ
く
り
な
男
子
が
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
す
る
、
と
解
せ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
雍
と

端
に
二
つ
の
「
士
」
を
充
て
た
と
す
る
我
々
の
解
釈
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
「
如
九
十
士
」
は
、
「
如
九
、
十
、

十
一
」
、
つ
ま
り 

 

「
士
」
＝
「
十
一
」 

 

だ
、
と
い
う
こ
と
と
解
せ
ま
す
。 

つ
ま
り
双
子
の
雍
と
端
は
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
し
、「
士
」
＝
「
十
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
我
々
の

推
察
と
完
全
に
符
合
し
ま
す
。
「
両
男
二
士
」
と
「
士
」
＝
「
十
一
」
に
対
す
る
符
合
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。

前
述
の
第
３
列
と
第
５
列
の
縦
計
二
十
六
に
対
し
て
、
そ
の
間
に
あ
る
第
４
列
に
つ
い
て
は 

 

「
志
学
」
＝
十
五
（
歳
） 

 

の
わ
け
で
す
が
、
（
こ
れ
は
孔
子
の
「
志
学
」
に
因
ん
だ
表
現
で
あ
り
、
「
好
故
」
と
「
年
」
と
に
符
合
し
て
い

ま
す
。
）
さ
ら
に
十
五
を
表
す
「
志
学
」
の
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
士
」
を
「
十
一
」
と
解
す
る
こ
と
で
や
は
り

縦
計
二
十
六
を
得
る
と
い
う
符
合
を
得
ま
す
。
こ
の
場
合
の
二
十
六
の
得
ら
れ
方
は
、
他
の
２
つ
の
縦
列
の
場

合
と
は
異
な
り 

 

「
志
学
」
↓
「
志
学
」
＆
（
「
志
」
の
）「
士
」
↓
十
五
＋
十
一
＝
二
十
六 

 

と
い
う
、
「
志
」
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
「
士
」
の
二
重
使
用
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
一
見
す
る
と
不
規
則
に
も

思
え
る
こ
の
二
重
使
用
は
、
前
出
の
「
両
男
二
士
」
の
「
士
」
が
双
子
の
「
士
」
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
の
、

つ
ま
り
は
２
人
分
の
「
士
」
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
の
符
合
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
整
合
性
を
得
ま
す
。 

説
文
解
字
（
漢
代
）
に
あ
っ
て
は
、
「
志
」
＝
「
之
」
＋
「
心
」
で
あ
り
、
「
士
」
＋
「
心
」
で
は
な
い
こ
と

に
は
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
陶
淵
明
の
時
代
す
で
に
存
在
し
た
隷
書
の
表
記
で
は
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
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は
「
志
」
で
あ
り
、
彼
が
「
志
」
↓
「
士
」
＋
「
心
」
と
い
う
ウ
イ
ッ
ト
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
ま
た
、
「
如

九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
に
際
し
て
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
心
」
が
除
か
れ
た
こ
と
は
、
前

出
の
「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
＝
「
復
紙
文
中
実
筆
術
慄
物
」
に
お
い
て
、
「
栗
」
↓
「
慄
」
と
し
た
の
と
も

符
合
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
志
」
↓
「
士
」
に
お
い
て
余
っ
た
「
心
」
が
「
栗
」
↓
「
慄
」
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
五
人
の
子
ど
も
の
名
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
隠
れ
て
い
ま
す
。 

 

舒 

心
中
の
思
い
を
の
べ
る
＝
叙 

 

宣 

述
べ
る 

雍 

ふ
さ
ぐ 

端 

は
し 

通 

つ
ら
ぬ
き
と
お
す
・
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
・
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま 

 

雍
・
端
は
続
け
て
読
め
ば
、
雍
端
、
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
で
す
。
つ
ま
り
「
匹
」
↓
「
四
」
と
「
已
」
↓
「
巳
」
に

符
合
し
ま
す
。「
匹
」
↓
「
四
」
の
操
作
は
、
「
二
三
五
六
七
八
九
十
」
↓
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
す
る
、

つ
ま
り
は
「
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま
」
に
す
る
操
作
で
し
た
。
一
方
、
「
已
」
↓
「
巳
」
の
操
作
は
、
同
一

行
で
の
「
五
」
＋
「
巳
」
と
い
う
足
し
算
を
可
能
に
し
、
つ
ま
り
は
「
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
」
よ
う
に
し

た
操
作
で
し
た
。
し
か
し
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
で
は
「
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
」
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
さ
ら

に
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
い
う
「
端

を
ふ
さ
ぐ
」
操
作
の
か
わ
り
に
、
「
二
三
四
五
六
七
八
九
士
」
、
つ
ま
り
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
と
い
う

操
作
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
操
作
が
「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
結
果
と
し
て
「
一
」
と
「
十
」
と
い
う
端
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
我
々
の
得
た
「
二
三
四
五

六
七
八
九
士
」
す
な
わ
ち
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
で
は
、
「
十
」
と
「
一
」
は
一
文
字
「
士
」
と
し
て
強

く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
強
い
結
び
つ
き
は
、
我
々
の
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
が
単
な
る
直
線
的

な
配
列
で
は
な
く
、 

 
 

 
 

三 
 

 

二 
  
 

四 

一 
 
 
 

  
  

五 

十 
 
 
 

  
  

六 

九 
 

  

七 
 
 
 

 

八  

と
い
う
輪
の
配
列
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
気
付
か
せ
ま
す
。
輪
の
形
に
配
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
端
」

は
完
全
に
消
滅
し
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
と
い
う
操
作
が
完
全
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
と
な

る
の
で
す
。 

 

以
上
の
完
全
な
符
合
の
中
で
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、 

       

で
す
。
こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
、
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
こ
と
と
完

 
 

┐ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

十
一
┼ 

十
一 

 
 

┬ 

十
一 

 
 

┌ 

十
一 
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全
に
符
合
し
ま
す
。
「
責
子
」
の
作
者
が
零
に
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
は
確

か
で
す
。 

 

０
の
意
味
合
い
を
「
無
」
と
し
て
表
記
し
な
が
ら
も
、
０
と
い
う
モ
ノ
を 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 
等
の
数
の
仲
間
に
含
め
て
扱
う
発
想
に
作
者
は
気
付
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
０
に
も
数

と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
位
取
り
表
記
が
常
に
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
は
前
述
の
と
お
り
で
す

が
、「
責
子
」
の
作
者
が
残
し
た
位
取
り
の
例
は
「
十
三
」
↓
「
一
三
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
「
十
」

に
「
一
」
と
い
う
意
味
を
付
加
す
る
操
作
に
お
い
て
得
ら
れ
た
「
十
一
」
は
、
「
十
」
の
右
隣
の
「
志
」
に
含
ま

れ
る
「
士
」
の
姿
と
酷
似
し
て
お
り
、
同
様
に
「
志
」
か
ら
「
士
」
↓
「
十
一
」
↓
「
一
一
」
と
し
て
得
ら
れ

た
「
一
一
」
は
、
「
志
」
の
右
隣
の
「
二
」
の
姿
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
す
。
「
十
一
」
と
「
士
」
、
「
一
一
」
と

「
二
」
と
い
う
２
組
は
、
横
棒
の
長
さ
の
僅
か
な
違
い
に
至
る
ま
で
符
合
し
て
い
ま
す
。 

実
は
注
意
深
く
数
の
配
置
を
眺
め
る
こ
と
で
「
十
」
に
対
し
て
そ
の
位
取
り
表
記
「
一
無
」（
つ
ま
り
現
代
の

「
一
〇
」
）
を
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
次
の
よ
う
に
し
て
解
り
ま
す
。 

                   

右
に
再
掲
す
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
三
」
か
ら
順
に
数
を
た
ど
る
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
「
三 

四 

五 

六
」
を
「
三 

匹 

五 

已
」
と
し
て
た
ど
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。「
五
六
」
と
せ

ず
に
「
五
已
」
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
文
字
が
隣
り
合
わ
せ
に
位
置
す
る
か
ら
で
す
が
、
せ
っ
か
く
ま
と
も

な
「
六
」
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
「
已
」
に
「
六
」
を
続
け
て
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
た
ど
っ
て
み
ま
し

ょ
う
。「
三 

匹 

五 

已 

六
」
は
実
線
の
矢
印
で
示
し
た
よ
う
に
た
ど
ら
れ
ま
す
。
で
は
次
に
同
様
の
こ
と

を
「
七
」
以
降
に
つ
い
て
も
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
七 

八 

九 

十
」
を
破
線
の
矢
印
で
示
す
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。「
三
匹
」
と
「
七
八
」
に
つ
い
て
は
、
上
下
左
右
の
見
事
な
対
称
を
得
ま
す
。
ま
た
、
「
五
已
」
と
「
九

十
」
に
つ
い
て
も
行
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
左
右
対
称
の
配
置
で
す
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し

て
、
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
同
様
に
「
七 

八 

九 

十
」
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
字
だ
け
延
長
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
「
五 

已 

六
」
と
同
様
の
形
に
「
九
十
」
を
延
長
す
る
と
、
右
の
よ
う
に
「
九 

十 

無
」
を
得

ま
す
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
と
「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 
 

責 

子 
 
 
 
 

 

白 

髪 

被 

両 
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肌 
膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 
好 

紙 

筆 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 
無 

匹 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 
文 
術 

雍 

端 

年 

十 

三 
 
 

不 

識 

六 

与 
七 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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「
三 
匹 

五 

已 

六
」
と
い
う
の
は
、
「
匹
↓
四
」
「
已
↓
巳
↓
六
」
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
「
三 

匹 

五 

已 

六
」
の
最
後
の
二
文
字
「
已
六
」
は
「
六
」
が
二
つ
続
く
も
の

と
見
な
せ
ま
す
。
で
は
「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
匹
↓
四
」
「
已
↓
巳
↓

六
」
は
、「
一 
二 
三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
を
す
べ
て
揃
え
、
さ
ら
に
行
の
和
を
十
一
に
揃
え

る
た
め
に
行
わ
れ
た
操
作
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
揃
え
る
操
作
の
中
で
「
十
」
を
「
十
と
一
」
と
し
て
扱
っ
た
の
を

思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と 

 

「
三 

匹 

五 

已 

六
」
↓
「
三 

四 

五 

六 

六
」 

 

に
は 

 

「
七 

八 

九 

十 

無
」
↓
「
七 

八 
九 
十 

一 

無
」 

 

が
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
三 
四 

五 

六 

六
」
の
「
六
六
」
に
対
応
す
る
の
は
、

「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
の
「
十
一
無
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
六
六
」
が
「
六
」
の
連
続
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と 

 

「
十
一
無
」
＝
「
十
十
」 

 

つ
ま
り
は
、 

 

「
一
無
」
＝
「
十
」 

 

と
い
う
帰
結
を
得
る
の
で
す
。
「
一
無
」
＝
「
十
」
の
提
示
に
際
し
て
作
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
方

法
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
の
腕
前
を
持
つ
作
者
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
早
い
段
階
に
提
示
す
る
よ

う
な
設
定
が
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ゼ
ロ
の
概
念
を
持
た
な
い
読
者
に
と
っ
て
、「
一
無
」
＝
「
十
」
は
い
き
な
り
提
示
さ
れ
て
理
解
で
き
る
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
作
者
は
「
一
無
」
＝
「
十
」
を
、「
十
三
」
↓
「
一
三
」、「
十
一
」
↓
「
一
一
」
と
い
っ
た
提

示
と
、「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
と
い
う
十
一
個
の
数
字
と
い
う
認
識
を
経
て
初

め
て
受
容
で
き
る
も
の
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
聡
明
な
作
者
は
、
我
々
の
解
読
が
段
階
的
に
進
む
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
、
活
用
し
て
も
い
る
の
で
す
。
実
際
、
「
三 

匹 

五･
･
･
･
･
･

」
と
「
三
」
か
ら
順
に

進
む
以
前
に
、「
一
」
と
「
二
」
の
連
鎖
に
つ
い
て
は
「
一
」
の
発
生
箇
所
か
ら
始
ま
る 

 

「
十
」
↓
「
十
一
」
＝
「
士
」
↓
「
一
一
」
＝
「
二
」 

 が
得
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。「
七 

八 

九 

十 

無
」
に
「
一
」
が
付
加
さ
れ
る
際
に
「
七 

八 

九 

一 

十 

無
」
で
は
な
く
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
連
鎖
か
ら
解
り
ま

す
。 「

一
無
」
＝
「
十
」
を
得
た
解
読
者
に
と
っ
て
、
十
一
個
の
数
字
「
無 

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十
」
の
う
ち
の
「
十
」
は
不
要
に
な
り
ま
す
。
あ
る
べ
き
数
字
の
個
数
は
十
一
個
か
ら
十
個
に
減
り
、

解
読
の
端
緒
と
な
っ
た
「
十
」
↓
「
十
一
」
は
、
新
た
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
「
十
一
」
↓
「
十
」
と
回
帰
し

た
か
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
こ
の
時
点
で
解
読
は
一
区
切
り
を
迎
え
ま
す
。 

こ
う
し
て
０
に
も
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
位
取
り
表
記
が
常
に
可
能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
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に
も
「
責
子
」
の
作
者
が
気
付
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
責
子
」
が
本
当
に
陶
淵
明
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

そ
し
て
彼
の
生
き
た
時
代
が
西
暦3

5
6

～4
2
7

年
頃
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
数
遊
び
」
の
存

在
は
彼
の
意
外
な
側
面
を
語
る
に
留
ま
ら
ず
中
国
の
数
学
史
に
お
い
て
も
、
重
要
な
こ
と
で
す
。 

 

田
園
で
の
生
活
の
中
で
、
周
囲
に
自
分
ほ
ど
の
知
識
人
が
居
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
零
の
使
用
に
よ
る

数
の
位
取
り
表
記
を
提
唱
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
然
る
べ
き
地
位
の
者
た
ち
の
中
に
す
ら
そ
の
値
打
ち
を
理
解

す
る
ほ
ど
の
人
物
が
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
自
分
の
素
晴
ら
し
い
発
案
を
詩
に
託
し
た

こ
と
に
も
納
得
が
い
き
ま
す
。 

「
責
子
」
の
作
者
が
「
無
」
と
し
て
記
し
て
い
る
数
字
は
、
今
日
で
は
「
〇
」
と
記
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ

の
「
〇
」
の
表
記
は
、
陶
淵
明
よ
り
も
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
は
我
々
は
「
無
」

＝
「
〇
」
に
対
す
る
符
合
と
も
解
せ
る
も
の
を
既
に
得
て
い
る
の
で
す
。 

我
々
が
今
ま
で
に
出
会
っ
た
数
は
、
「
無
」
と
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
既
出

の
数
の
配
置 

  
 

 
 

三 
 

 

二 
  
 

四 

一 
 
 
 

  
  

五 

十 
 
 
 

  
  

六 

九 
 

  

七 
 
 
 

 

八  
 

に
お
い
て
は
、
輪
を
形
成
す
る
の
は
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
で
あ
り
（
「
十
一
」
は
完
成
さ
れ
た
輪
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
が
、
輪
の
配
置
を
導
く
た
め
に
「
士
」
と
い
う
形
で
登
場
し
ま
し
た
）
、
「
無
」
は
含
ま
れ
て

は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
ま
で
の
解
読
を
通
し
て
、
我
々
が
「
無
」
を
数
と
し
て
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
「
一
」

か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
数
と
し
て
の
「
無
」
は
、「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま

で
の
数
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
「
一
」
か
ら
「
十
一
」
ま
で
の
数
が
「
輪
」

を
形
成
す
る
こ
と
と
、
「
無
」
＝
「
〇
」
と
が
見
事
に
符
合
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
奇
妙
な
符
合
は
、「
責
子
」

が
陶
淵
明
よ
り
も
ず
っ
と
後
の
、
数
「
〇
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

を
考
え
さ
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。
陶
淵
明
よ
り
も
後
の
時
代
も
含
め
て
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
責

子
」
の
暗
号
の
構
造
的
性
格
、
つ
ま
り
符
合
に
よ
っ
て
解
読
が
段
階
的
に
進
展
す
る
と
い
う
構
造
が
、
陶
淵
明
の

時
代
か
ら12

00

年
ほ
ど
後
に
作
ら
れ
たBa

co
n

＝ Sh
a
ke
sp
e
a
re

の
暗
号
（
拙
著
『
薔
薇
の
封
印
』
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
）
の
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
［
解
読
者
が
同
一
で
あ
る
た
め
、
解
読
者
の
個
人
的

妄
想
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
理
性
的
な
読
者
で
あ

れ
ば
す
ぐ
に
納
得
が
で
き
る
も
の
と
思
い
ま
す
］
。 

 

先
に
得
ら
れ
て
い
た 

 

「
三 

匹 

五 

已 

六
」
↓
「
三 

四 

五 

六 

六
」 

「
七 

八 

九 

十 

無
」
↓
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」 

 

の
二
つ
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
差
異
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
三 

匹 

五 

已 

六
」
の
最
後
の
「
六
」
が
、
「
三 

四 

五 

六 

六
」
の
最
後
の
「
六
」
に
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
一
方
で
、
「
七 

八 

九 

十 

無
」
の
最
後
の

「
無
」
は
「
七 

八 

九 

十 

一 

無
」
の
最
後
の
数
で
あ
る
「
一 

無
」
の
半
分
に
し
か
該
当
し
て
い
ま

せ
ん
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
九 

十 

無
」
の
形
態
を
「
五
已
」
の
配
置
と
と
も
に
記
す
と
次
の
通
り
で
す
。 
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五 已 
 
 

 
 
 
 
 
 

無 

  

十 

 

九 

  
 
 
 
∥ 

□ □ 
 
 

 
 
 
 
 
 

⊿ 

  

□ 

 

□ 

 

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
形
態
が
テ
キ
ス
ト
中
の
５
つ
の
「
不
」
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
正
確
に
言
う
な
ら
ば
４
つ
の

「
不
」
と
、
「
杯
」
に
ふ
く
ま
れ
る
半
分
の

．
．
．
「
不
」
で
す
。 

                   

「
一
無
」
を
得
た
時
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
「
不
」
に
つ
い
て
も
「
数
を
順
に
数
え
る
」
と
い
う
操
作
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
４
つ
の
「
不
」
の
何
文
字
後
に
数
が
現
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と 

    
 

責 

子 
 
 
 
 

 

白 

髪 

被 

両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 
復 

実 

雖 

有 

五 

男 

児 
 
 

総 

不 

好 
紙 
筆 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 

無 
匹 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

十 

三 
 
 

不 

識 

六 

与 

七 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 

中 

物 
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Ａ 
白
髮
被
兩
鬢
肌
膚 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧ 

Ｂ 

不
復
實
雖
有
五
男
兒
總 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲ 

Ｃ 

不
好
紙
筆
阿
舒
已
二
八
懶
惰
故
無
匹
阿
宣
行
志
學
而 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧ 

Ｄ 

不
愛
文
術
雍
端
年
十
三 

 
 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
○

21 

Ｅ 

不
識
六
與
七
通
子
垂
九
齡
但
覓
梨
與
栗
天
運
苟
如
此
且
進 

 
 

①
② 

Ｆ 

杯
中
物 

 

Ｂ
と
Ｃ
に
お
い
て
は
、
「
⑤
五
」
と
「
⑧
八
」
の
一
致
は
、
番
号
と
数
の
符
号
に
気
付
か
せ
ま
す
。
さ
ら
に
番
号

と
数
の
符
号
を
考
え
る
以
上
、
ゼ
ロ
を
意
味
し
た
「
無
」
は
除
外
し
て
考
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。「
⑥
已
」
は
、

「
已
」
↓
「
巳
」
＝
「
六
」
と
も
符
号
し
ま
す
。
し
か
し
「
⑦
二
」
と
「
⑬
匹
」
に
つ
い
て
は
、
一
致
し
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
「
⑬
匹
」
の
⑬
は
Ｄ
の
「
十
三
」
と
符
合
す
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
Ｃ
の
⑬
を
Ｄ
の
２
文

字
「
十
三
」
に
対
応
さ
せ
る
こ
の
符
合
は
、
「
十
三
」
の
番
号
で
あ
る
「
⑦
⑧
」
も
一
ま
と
め
に
し
て
扱
う
べ
き

で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
ま
す
。
す
る
と
、
Ｄ
の
連
続
す
る
「
⑦
⑧
」
に
対
応
で
き
る
も
の
は
、
Ｃ
の
「
⑦
⑧
」

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
対
応
は
番
号
同
士
の
対
応
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
余
る
Ｃ
の
３
つ
の
数

「
二
」
「
八
」「
匹
」
＝
「
四
」
は
、
Ｅ
の
「
②
」
「
④
」
「
⑧
」
に
丁
度
対
応
す
る
と
い
う
符
合
を
得
ま
す
。 

 

以
上
の
結
果
と
し
て
、
Ｅ
の
「
六
」
「
七
」
「
九
」
が
余
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
こ
の
「
六
」
「
七
」
「
九
」

が
次
の
解
読
へ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
す
。
も
と
の
テ
キ
ス
ト
を
「
六
文
字
・
七
文
字
・
九
文
字
」
ご
と
に

改
行
し
直
し
ま
す
。
す
る
と
４
つ
の
「
不
」
の
う
ち
の
３
つ
と
「
杯
」
と
は
、
次
の
通
り
見
事
に
横
一
列
に
配

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

○ａ
○ｂ
○ｃ
○ｄ
○ｅ
○ｆ
○ｇ
○ｈ
○ｉ 

白
髮
被
兩
鬢
肌 

膚
不
復
實
雖
有
五 

男
兒
總
不
好
紙
筆
阿
舒 

已
二
八
懶
惰
故 

無
匹
阿
宣
行
志
學 

而
不
愛
文
術
雍
端
年
十 

三
不
識
六
與
七 

通
子
垂
九
齡
但
覓 

梨
與
栗
天
運
苟
如
此
且 

進
杯
中
物 
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「
不
」
と
「
杯
」
の
横
並
び
は
、
先
の
「
不
」
と
「
杯
」
へ
の
着
目
へ
の
符
合
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
新

た
な
文
字
配
列
が
横
に
た
ど
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
事
を
も
示
唆
し
ま
す
。
最
後
の
列
「
進
杯
中
物
」
だ
け
が
「
六

文
字
・
七
文
字
・
九
文
字
」
の
規
則
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
列
が
特
別
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も

察
し
が
つ
き
ま
す
。 

右
上
の
「
白
」
か
ら
横
に
追
う
と
、 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨
進 

 

を
得
ま
す
。
最
後
の
「
進
」
に
当
っ
た
こ
の
段
階
で
、
前
述
の
と
お
り
「
進
杯
中
物
」
を
特
別
な
も
の
と
し
て

考
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨 

 

で
一
旦
停
止
し
た
上
で
、
次
に
追
う
文
字
を
「
進
杯
中
物
」
を
手
掛
か
り
に
考
え
ま
す
。「
杯
中
物
を
進
む
」
の

で
は
な
く
、
「
杯
中
物
に
進
む
」
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
杯
の
中
の
物
」
を
「
杯
」
と
同
じ
○ｂ
に
並
ぶ
３
つ

の
「
不
」
に
続
く
文
字
と
解
す
と
、
○ｃ
に
お
い
て
右
か
ら
順
に
「
復
」「
愛
」
「
識
」
を
得
ま
す
。
つ
ま
り 

 

白
膚
男
已
無
而
三
通
梨
復
愛
識 

 

接
続
詞
「
而
」
に
注
意
し
て
解
読
す
る
と 

 

白
膚
男
已
無 

而
三
通 

梨
復
愛
識 

白
い
肌
の
男
は
す
で
に
無
く 

そ
し
て
三
が
通
る 

梨
も
ま
た
知
る
こ
と
を
惜
し
む 

 

『
薔
薇
の
封
印
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
す
ぐ
に
察
し
が
つ
く
で
し
ょ
う
。［
こ

れ
以
降
の
解
読
の
確
実
な
理
解
に
は
『
薔
薇
の
封
印
』
の
知
識
が
不
可
欠
で
す
。］ 

 

「
白
膚
男
」
＝
「
白
人
の
男
」
↓
「Francis B

acon

」 

「
三
通
」
＝
「
３
が
通
説
に
な
る
」
↓
「first folio 

の
完
成
年
が
（
本
当
は1620

年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
）1623

年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
通
説
に
な
る
」 

「
梨
」
＝
「pear

」
↓
「W

illiam
 Shakespeare

」 

と
い
う
こ
と
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
成
句
（
白
居
易
に
よ
る
）
で
「
梨
園
」
と
い
え
ば
演
劇
界
の
こ
と
。
つ

ま
り 

 

白
膚
男
已
無 

而
三
通 

梨
復
愛
識 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る 
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演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い 

 

次
に
、
○ｂ
の
「
杯
」
と
「
不
」
以
外
の
箇
所
を
右
か
ら
追
う
と 

 

髮
兒
二
匹
子
與 

 

こ
れ
で
は
意
味
不
通
。
逆
に
左
か
ら
追
う
と 

 

與
子
匹
二
兒
髮 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
児
の
髪
に
匹
敵
す
る
。 

 

「
與
」
と
「
匹
」
と
か
ら
、「
與
子
匹
二
」
ま
で
は
何
と
か
意
味
が
通
じ
ま
す
が
、「
兒
髮
」
は
不
通
。
「
兒
」
と

は
、
そ
も
そ
も
頭
蓋
骨
が
ま
だ
合
わ
さ
ら
な
い
よ
う
な
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
の
こ
と
。
「
髮
」
の
上
部
「
髟
」
は
、

そ
れ
自
体
で
長
い
髪
を
意
味
す
る
文
字
。
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
に
は
長
い
髪
は
な
い
。
「
兒
」
を
「
髮
」
か
ら
「
髟
」

を
取
り
除
く
指
示
と
解
せ
ば
「
二
兒
髮
」
↓
「
二
犮
」
と
な
り
ま
す
。
「
犮
」
＝
「
抜
」
＝
「
抜
き
ん
出
る
」
と

解
せ
ば
「
二
犮
」
は
二
つ
の
抜
き
ん
出
た
才
能
（
の
人
）
、
つ
ま
り
は
２
人
の
天
才
。 

 

與
子
匹
二
兒
髮 

 
 

 

↓ 

與
子
匹
二
犮 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る 

 

と
な
り
ま
す
。
○ｂ
の
「
復
」
「
愛
」
「
識
」
以
外
も
同
様
に
左
か
ら
追
う
と
、
「
栗
垂
」
は
不
通
で
す
が
、 

残
り
は 

 

阿
八
總
被 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
八
」
を
以
前
の
「
巳
」
↓
「
六
」
の
逆
操
作
に
よ
っ
て
「
八
」
↓
「
未
」
と
す
る
と 

 

阿
八
總
被 

 
 

↓ 

阿
未
總
被 

あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い 

 

を
得
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
後
も
解
読
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
と
い
う
警
告
。
「
栗
垂
」
を
保
留
の
上
で
、
「
阿
八

總
被
」
の
下
を
見
る
と
、
「
兩
鬢
」
の
２
文
字
が
「
髟
」
と
「
２
」
に
関
す
る
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
二
兒

髮
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
兩
鬢
」
の
「
鬢
」
に
つ
い
て
、
先
程
と
同
様

に
「
鬢
」
↓
「
賓
」
と
し
た
上
で
、
「
兩
鬢
」
の
配
置
を
意
識
し
て
、
○ｄ
○ｅ
を
ま
と
め
て
縦
２
文
字
ず
つ
右
か
ら

追
う
と 
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兩
鬢
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術
六
與
九
齡
天
運 

 
 

 

↓ 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術
六
與
九
齡
天
運 

 
 

 

↓ 

兩
賓
實 

雖
不
好
懶
惰 

宣
行
文
術 

六
與
九
齡
天
運 

 

「
賓
實
」
は
成
句
で
、
「
荘
子
」
の
い
う
「
名
と
実
」
の
こ
と
。
「
兩
」
は
対
を
成
す
も
の
。
「
兩
賓
實
」
と
は
、

つ
ま
り
「
名
実
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。「
賓
實
」
と
い
う
成
句
の
存
在
は
、
先
の
我
々
の
「
二
兒
髮
」
＝

「
二
犮
」
の
符
号
に
な
り
ま
す
。 

 

名
実
と
も
に
（
あ
り
） 

怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
、
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
） 

「
文
術
」
を
広
め
、
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

「
六
與
九
」
の
齡
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
） 

  

「
六
與
九
」
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
こ
の
箇
所
は
長
く
、
し
か
も
か
な
り
の
部
分
が
そ
の
ま
ま
読
め
ま
す
。 

「
・
・
・
天
運
」
ま
で
追
っ
て
さ
ら
に
上
の
２
文
字
も
同
様
に
右
か
ら
追
う
と 

 

垂
栗 

 

で
す
。
「
栗
」
＝
「
慄
」
は
前
出
。 

 

垂
栗 ↓ 将

慄 

い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る 

 

こ
れ
は
暗
号
設
定
の
計
り
知
れ
な
い
精
緻
さ
に
対
す
る
我
々
の
意
識
を
代
弁
し
た
も
の
。
別
の
見
方
を
す
る
な

ら
ば
、
作
者
の
自
慢
で
す
。
つ
ま
り 

 

い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ 

 

と
い
う
意
味
。 

「
六
與
九
」
の
齡
は
簡
単
に
考
え
れ
ば
６
＋
９
＝
１
５
歳
。 Francis B

acon

は
６
５
歳
で
亡
く
な
っ
て
お

り
、
五
十
年
不
足
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
○ｇ
の
右
端
に
「
五
」
を
、
○ｈ
○ｉ
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
配
置
で
、
下

か
ら
上
に
「
十
年
」
を
得
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
○ｇ
を
「
五
」
か
ら
右
へ
追
う
と 

 

五
筆
學
端
覓
如 

 

と
な
り
不
通
。
一
方
、
○ｈ
○ｉ
は
「
十
年
」
か
ら
左
に
追
う
と 
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十
年
且
此 

 

こ
れ
は
２
文
字
ず
つ
ま
と
め
た
ま
ま
で
左
か
ら
追
う
こ
と
で 

 

十
年
且
此 

 
 

↓ 

且
此
十
年 

 

し
か
も
こ
の
十
年 

 

と
い
う
自
然
な
フ
レ
ー
ズ
を
得
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
○ｇ
は
２
文
字
ご
と
に
分
離
さ
れ
て
お
り
、
「
學
端
」
と

「
十
年
」
、
「
覓
如
」
と
「
且
此
」
は
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
の
ま
と
ま
っ
た
配
置
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、「
十

年
且
此
」
↓
「
且
此
十
年
」
と
同
様
に 

 

五
筆 

學
端 

覓
如 

 
 

↓ 

五
筆 

覓
如 

學
端 

 

と
し
ま
す
。
さ
ら
に
間
に
挟
ま
れ
た
「
覓
如
」
の
み
を
逆
読
み
に
す
る
（
こ
の
逆
読
み
の
操
作
は
次
に
符
合
を

得
る
こ
と
に
な
る
）
こ
と
で 

 

五
筆 

學
端 

覓
如 

 
 

↓ 

五
筆 

覓
如 

學
端 

 
 

↓ 

五
筆 

如
覓 

學
端 

五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ 

 

を
得
ま
す
。
先
に
得
ら
れ
た
「
且
此
十
年
」
を
こ
の
前
に
据
え
る
こ
と
で
、 

 

且
此
十
年 

五
筆
如
覓
學
端 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は 

学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た 

 

で
す
。
前
出
の
「
六
與
九
」
を
「
六
十
五
」
に
直
せ
ば 

 

兩
賓
實 

雖
不
好
懶
惰 

宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運 

且
此
十
年 

五
筆
如
覓
學
端 
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名
実
と
も
に
（
あ
り
） 

怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
、
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
） 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
） 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は 

学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た 

 

と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
点
で
残
っ
た
も
の
は
、
○ｆ
と
○ｈ
○ｉ
の
「
阿
舒
」
の
み
。 

○ｆ
は
す
で
に
解
読
さ
れ
た
○ｅ
○ｇ
の
間
に
挟
ま
れ
た
位
置
に
あ
り
ま
す
。
先
に
間
に
挟
ま
れ
た
「
覓
如
」
の
み
を

逆
読
み
に
し
た
の
と
符
合
す
る
よ
う
に
○ｆ
も
逆
読
み
に
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
左
か
ら
追
う
。 

 

苟
但
七
雍 

志
故
紙 

有
肌 

と
り
あ
え
ず
７
度
だ
け
ふ
さ
い
で 

（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す 

肌
に
有
る 

 

「
七
雍
」
の
「
雍
」
は
前
出
の
「
雍
端
」
、
つ
ま
り
「
端
を
７
回
だ
け
ふ
さ
ぐ
」
と
解
釈
し
ま
す
。
本
来
の
テ
キ

ス
ト
が
１
０
文
字
７
列
の
配
置
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
以
前
の
「
雍
端
」
が
、
数
の
列
を
形
成
す
る
操
作
に
符
合

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、 

 

七
雍 ↓ 端

を
７
回
だ
け
ふ
さ
ぐ 

↓ 七
列
に
記
す 

 

は
容
易
に
解
り
ま
す
。
七
列
に
記
す
こ
と
を
「
七
雍
」
と
い
う
の
は
、
詩
的
で
あ
る
と
同
時
に
と
て
も
謙
遜
し

た
表
現
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、 

最
後
の
「
有
肌
」
は
、
前
出
の
「
垂
慄
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
ど
う
み
て
も 

 

有
肌 ↓ 有

肌
慄 

 

で
す
。
「
肌
慄
」
は
成
句
で
、
身
震
い
す
る
こ
と
。
こ
の
箇
所
も
、
先
の
「
垂
慄
」
と
同
じ
類
の
も
の
。 

 

有
肌 

鳥
肌
モ
ノ
だ
な 

 

最
後
に
残
さ
れ
た
の
は 
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阿
舒 

あ
あ
本
音
を
言
っ
て
し
ま
っ
た 

 

で
す
。 

 

苟
但
七
雍 

志
故
紙 

有
肌 

阿
舒 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け 

（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す 

鳥
肌
モ
ノ
だ
な 

あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た 

 

「
七
雍
」
と
い
う
謙
遜
の
後
で
、
自
分
の
「
文
術
」
を
自
慢
し
て
「
有
肌
」
と
す
る
の
は
、
確
か
に
「
阿
舒
」

で
す
ね
。 

 

以
上
を
続
け
る
と
次
の
通
り
。
作
者
の
警
告
と
自
慢
と
い
っ
た
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
箇
所
は
注
目
に
値
し
ま

す
。 

 

１ 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り
、 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る
［
あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い
］
。 

名
実
と
も
に
（
あ
り
）
怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
）
、 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
）
［
い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ
］
。 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け
（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す
［
鳥
肌
モ
ノ
だ
な
］
［
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
］ 

 

こ
う
し
て
出
来
た
文
は
、
行
の
長
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
注
意
し
て
並
べ
替
え
て
み
る
と
次
の
通
り
見
事
に

並
び
ま
す
。 
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２ 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

 

こ
の
配
列
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
箇
所
を
抜
い
て
次
の
よ
う
に
追
う
と 

 

白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

３ 宣
如
天
梨
男 

行
覓
運 

復
已
文
學 

愛
無
術
端
識 

（
あ
の
）
演
劇
の
天
才
の
男
に
つ
い
て
、
公
表
す
る
こ
と 

そ
れ
に
は
運
が
必
要
だ 

再
び
も
う
文
学
（
の
潮
流
）
は 

暗
号
な
ど
含
ま
な
い
ま
と
も
な
も
の
を 

好
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら 

 

「
無
術
端
識
」
は
、
つ
ま
り
は
暗
号
細
工
の
さ
れ
て
い
な
い
ま
と
も
な
も
の
、
と
い
う
意
味
。 

こ
の
３
ま
で
規
則
的
に
解
読
で
き
る
こ
と
自
体
が
、
２
の
そ
し
て
つ
ま
り
は
１
の
正
し
さ
の
符
合
に
な
り
ま
す
。 
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さ
ら
に
１
の
「
苟
但
七
雍
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
テ
キ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
１
自
体
が
７
列
を
成
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
き
ま
す
。 

さ
ら
に
３
の
配
置
に
つ
い
て
も 

宣
如
天
梨
男 

行
覓
運 

復
已
文
學 

愛
無
術
端
識 

４ 愛
無
復
術 

已
行
端
文
覓
宣 

識
學
運
如
天
梨
男 

 

「
行
端
文
」
は
先
へ
と
進
み
な
が
ら
文
を
正
し
く
し
て
ゆ
く
こ
と
。
つ
ま
り
一
連
の
解
読
作
業
を
指
し
て
い

ま
す
。
「
已
」
は
や
め
る
と
い
う
意
味
。
「
已
行
端
文
」
は
解
読
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
「
端
」
に
は
、

「
正
す
」
と
い
う
以
外
に
も
「
左
右
の
均
整
が
と
れ
て
い
る
正
し
さ
」
・
「
左
右
を
水
平
に
そ
ろ
え
て
持
つ
」
等

と
い
う
語
義
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
已
行
端
文
」
に
は
、
文
字
を
水
平
に
横
に
追
う
読
み
方
を
や
め
る
と
い

う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
さ
に
我
々
の
解
読
が
、
水
平
に
文
字
を
追
う
も
の
か

ら
斜
め
追
い

．
．
．
．
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
「
解
読
を
や
め
る
」
＝
「
水
平
に
横
に

追
う
読
み
方
を
や
め
る
」
と
解
す
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
主
要
な
解
読
の
結
果
は
３
で
は
な
く
１
な
の
だ
、
と

い
う
主
張
を
も
含
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
実
際
１
と
３
の
解
読
結
果
の
重
要
性
の
違
い
と
符
合

し
ま
す
。 

 

愛
無
復
術 

已
行
端
文
覓
宣 

識
學
運
如
天
梨
男 

二
度
と
は
作
り
得
な
い
こ
の
文
術
を
惜
し
み 

解
読
を
や
め
て
、
公
開
の
機
会
を
捜
し
求
め
な
さ
い 

演
劇
の
天
才
の
男
の
よ
う
に
文
学
の
流
行
を
見
極
め
な
さ
い 

 

「
運
」
と
は
、
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
こ
と
。
つ
ま
り
こ
の
「
學
運
」
と
は
３
で
「
復
已
（
再
び
も
う
）
」
廃
れ
た

と
さ
れ
た
「
文
術
」
が
、
文
学
（
の
潮
流
）
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
再
び
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、

そ
れ
を
見
極
め
て
波
に
乗
れ
と
い
う
こ
と
。
自
作
を
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
あ
の
演
劇
の
天
才
の
男
の
よ
う
に
流
行
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を
つ
か
め
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

最
後
に
１
の
結
果
に
つ
い
て
吟
味
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 白
膚
男
已
無 

而
三
通
梨
復
愛
識 

與
子
匹
二
犮
阿
未
總
被 

兩
賓
實
雖
不
好
懶
惰
宣
行
文
術 

六
十
五
齡
天
運
将
慄 

且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端 

苟
但
七
雍
志
故
紙
有
肌
阿
舒 

（
あ
の
）
白
人
の
男
は
既
に
こ
の
世
を
去
り
、 

３
が
通
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。 

（
あ
の
）
方
は
２
人
の
天
才
に
匹
敵
す
る
［
あ
あ
、
ま
だ
総
て
に
は
及
ん
で
い
な
い
］
。 

名
実
と
も
に
（
あ
り
）
怠
け
る
こ
と
を
嫌
う
と
は
い
う
が
（
堅
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
）
、 

「
文
術
」
を
広
め
（
ま
た
自
ら
も
）
行
い
、 

六
十
五
歳
で
天
運
（
に
よ
っ
て
死
去
さ
れ
た
）
［
い
ま
に
も
身
震
い
が
く
る
で
し
ょ
う
よ
］
。 

し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

と
り
あ
え
ず
７
列
だ
け
（
あ
の
方
の
）
死
亡
を
紙
に
記
す
［
鳥
肌
モ
ノ
だ
な
］
［
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
］ 

 

「
且
此
十
年
五
筆
如
覓
學
端
」
つ
ま
り
し
か
も
こ
こ
十
年
の
五
つ
の
著
作
は
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。 

W
il
li
am
 S
hak

es
pe
ar
e

が1
61
6

年
に
死
亡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、Fr

an
ci
s 
Ba
con

の
没
年

は1
626

年
で
す
。
つ
ま
り
彼
は
最
期
の
十
年
間
だ
け
、
純
粋
にF

ran
ci
s Ba

co
n

と
し
て
の
み
生
き
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

「
学
問
の
端
緒
を
探
求
す
る
よ
う
な
」Fr

an
ci
s
 B
ac
on

の
著
作
と
い
う
の
は
、
彼
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て

企
画
し
た

I
n
s
t
a
ur
a
ti

o
 
ma
g
n
a

（
『
大
革
新
』
）
に
関
連
す
る
著
作
と
解
し
て
ま
ず
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。The 

C
am

bridge H
istory of English and A

m
erican Literature

のXIV. The B
eginnings of E

nglish 
Philosophy

のFR
A

N
C

IS B
A

C
O

N

の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る Spedding

（Fr
an
ci
s 
Ba
con

研
究
の
権

威
の
方
で
す
）
に
よ
る
著
作
リ
ス
ト
に
お
い
て
、Philosophical W

orks

と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
か
ら
、I

nst
au
ra
ti
o mag

na

（
『
大
革
新
』
）
に
関
連
す
る
、
最
期
の
十
年
に
執
筆
も
し
く
は
出
版
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
あ
る
作
品
の
一
部
が
改
め
て
１
冊
の
体
裁
で
出
版
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
よ
う
な
の
で
す
が
、
主
要
な
も
の
を
整
理
し
て
み
る
と
、
確
か
に
次
の
５
つ
に
絞
ら
れ
ま
す 

 

Ａ 
N
o
v
um
 
Or
g
a
nu
m

（
『
ノ
ー
ブ
ム 

オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
）1620 

Ｂ 
d
e
 
Di
g
ni
t
a
te
 
et

 
Aug

m
e
nt
i
s 
S
cie

n
t
ia
r
um

（
『
学
問
の
発
達
（
ラ
テ
ン
語
版
）
』
）1623 

Ｃ 
H
i
s
to
r
ia
 
N
at
u
ra

l
is 

e
t
 E
x
pe
r
ime

n
t
al
i
s

（『
博
物
学
と
実
験
の
歴
史
』
）1622 

Ｄ 
S
y
l
va
 
Sy
l
v
ar
u
m

（『
森
の
森
』
）1627 

Ｅ 
N
e
w
 A
t
la
n
t
is

（
『
新
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
）1627 

 

Ｂ
に
つ
い
て
は
、
「
此
十
年
」
以
前
に
英
語
版
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
Ｄ
と
Ｅ
は
彼
の
死
後
に
出
版
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
は
未
完
の
作
品
で
す
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
を
「
五
筆
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
確
か
に
可
能
で

す
。N
ew

 A
tl
an
ti
s

が
未
完
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
たI

nst
au
ra
ti
o ma

gn
a

が
未
完
で
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
「
阿
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未
總
被
」
が
「
責
子
」
の
作
者
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、F

r
an
ci
s
 B
ac
on

の
最
期
の
心
境
を
代
弁

し
た
も
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は

F
ra
nc
is
 B
aco

n

の
死
が
「
責
子
」
の
作
者
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
深
い

悲
し
み
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
か
を
推
測
さ
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。 

I
ns
ta
ur
at
io ma

gn
a

は
、Fr

an
ci
s Ba

con

個
人
に
留
ま
ら
ず
、
世
界
史
的
に
見
て
も
「
学
問
の
端
緒
を
探

求
す
る
よ
う
な
」
著
作
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
ま
た
、
「
宣
行
文
術
」
の
う
ち
の
「
宣
文

術
」
に
つ
い
て
は
、F

ra
nci

s 
Ba
co
n

に
よ
る
暗
号
研
究
も
ま
た
、
有
名
な
こ
と
で
す
。
「
行
文
術
」
に
つ
い
て

は
『
薔
薇
の
封
印
』
の
暗
号
が
あ
り
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
に
よ
れ
ば
、
「
三
通
」
は

N
o
vu
m O

rg
an
u
m

に
記

さ
れ
た
暗
号
で
し
た
。
そ
し
て
「
與
子
匹
二
犮
」
は
無
論W

il
li
am Sh

ak
es
pe
are

＝Fr
an
ci
s B

ac
on

と
符
合

し
ま
す
。「
梨
復
愛
識
」
つ
ま
り
「
演
劇
界
も
ま
た
、
秘
密
を
明
か
し
た
が
ら
な
い
。
」
は
、Wil

li
am
 S
ha
ke
sp
ea
re

の
正
体
が
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
符
合
し
ま
す
。 

「
責
子
」
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、Fr

an
ci
s
 B
ac
on

の
最
期
の
十
年
間
を
「
此
十
年
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
、
さ
に
ら
はF

ra
nc
is
 Ba

co
n

の
死
後1

62
7

年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
へ
の
言
及
か
ら
、
「
責
子
」
が1

627

年

頃
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

「
六
」
「
七
」
「
九
」
と
い
う
単
な
る
３
つ
の
数
の
指
示
に
よ
っ
て
、
漢
詩
の
中
に
英
国
の
文
化
が
突
如
出
現

す
る
の
は
実
に
驚
き
で
す
。「
責
子
」
は
漢
字
の
世
界
。
一
方
『
薔
薇
の
封
印
』
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
世
界
で

す
。
両
者
は
一
見
無
関
係
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
「
六
」
「
七
」
「
九
」
の
出
現
以
前
に
得
ら
れ
た
「
責
子
」
の

諸
結
果
の
中
に
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
関
係
の
あ
り
そ
う
な
事
項
が
隠
れ
て
い
ま
す
。
解
読
の
冒
頭
で
幾
度

も
得
ら
れ
た
数
の
和
「
十
一
」
が
、
結
局
は
前
半
の
解
読
の
テ
ー
マ
の
よ
う
な
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
我
々
が
「
十
一
」
以
外
に
も
「
二
十
六
」
と
い
う
数
の
和
を
３
度
得
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
ょ
う
。
テ
キ
ス
ト
の
５
列
目
に
お
い
て 

 

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六 

 

さ
ら
に
３
列
目
に
お
い
て 

 

已
＋
二
八
＋
匹
↓
六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六 

 

さ
ら
に
４
列
目
で 

 

「
志
学
」
↓
「
志
学
」
＆
（
「
志
」
の
）「
士
」
↓
十
五
＋
十
一
＝
二
十
六 

 

の
計
３
つ
で
す
。
こ
の
「
二
十
六
」
と
い
う
数
が
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
数
と
一
致
す
る
こ
と
に
注
目

し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
を
拠
り
所
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
第
３
列
と
第
５
列
に
ま
ず
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
第

３
列
と
第
５
列
に
お
い
て
、
以
前
に
得
ら
れ
た
数
を
、
順
番
に
従
っ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
な
お
し
、
も
と
の

文
字
の
左
に
記
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
「
無
」
に
つ
い
て
は
０
（
ゼ
ロ
）
の
字
形
に
従
っ
て
、
文
字

Ｏ
を
充
て
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
６
に
該
当
し
た
二
つ
の
漢
字
、
六
と
已
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
Ｆ

に
な
り
ま
す
。 
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い
き
な
りFrancis B

acon

の
イ
ニ
シ
ャ
ル 

Ｆ
Ｂ 

が
現
れ
ま
し
た
。
Ｆ
Ｂ
を
特
に
意
識
し
て
枠
で
囲
ん

で
み
る
と
、
上
段
の
Ｊ
Ｃ
Ｈ
と
下
段
の
Ｏ
Ｄ
Ｇ
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝Jesus C

hrist 

と 

Ｇ
Ｏ
Ｄ 

で
あ

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
Ｊ
Ｃ
Ｈ
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
は
、
ど
ち
ら
も
Γ
型
の
配
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

                
 

責 
子 

 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 
上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 
両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 
男 
児 

 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 

阿 

舒 

已 

二 
八 

 
 

懶 

惰 

故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

十 

三 
 
 

不 
識 

六 

与 

七 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 
梨 

与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 
中 

物 
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二
つ
の
Γ
型
の
中
に
あ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
、
神
、
そ
し
て
「
三
学
」
「
七
術
」
で
す
。
漢
文
の
世
界
で
「
七

術
」
と
い
う
と
、
「
韓
非
子
」
の
「
七
術
」
を
想
起
し
が
ち
で
す
が
、
前
出
の 

Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝
キ
リ
ス
ト 
と 

神

＝
Ｇ
Ｏ
Ｄ 

と
が
関
連
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
「
三
学
」
と
「
七
術
」
に
つ
い
て
も
、
互
い
に
関
係
の

深
い
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
術
」
は
英
語
で
はart

。
つ
ま
り
「
七
術
」
＝seven arts 
。
す

る
と 

 

「
三
学
」
＝trivium

 
 

「
七
術
」
＝seven arts

＝seven liveral arts 

＝
七
自
由
科 

 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
三
学
と
七
自
由
科
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
教
育
史
な
ど
に
必
ず
出
て
く
る
中
世

の
基
礎
科
目
の
呼
び
名
で
す
。
詳
し
く
い
う
と
、
三
学
と
は
、
文
法
・
修
辞
学
・
論
理
学 

の
３
科
目
で
、
七

自
由
科
と
は
、
こ
の
３
つ
の
三
学
に
さ
ら
に
他
に 

四
科
＝
算
術
・
幾
何
・
天
文
・
音
楽 

を
加
え
た
計
７
科

目
の
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
・
神
・
三
学
・
七
自
由
科 

の
４
つ
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
Γ
型
は
、
宗
教

と
学
問
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。 

 

二
つ
の
Γ
型
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
観
察
し
ま
し
ょ
う
。
「
三
学
」
つ
ま
りtrivium

は
、
「
七
術
」
つ

ま
りseven liveral arts

の
一
部
で
す
。
一
方
、
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
（
キ
リ
ス
ト
）
は
Ｇ
Ｏ
Ｄ
（
神
）
の
子
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
の
陶
淵
明
親
子
に
よ
る
「
十
一
」
の
包
含
関
係
を
思
い
出
す
と
、
子
の
５
つ
の
「
十
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一
」
は
、
そ
の
和
が
「
十
一
」
個
の
数
の
和
五
十
五
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
親
の
「
十
一
」
に
含
ま

れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
子
が
親
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
関
係
を
Ｊ
・
Ｃ

Ｈ
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
に
も
敷
衍
す
る
と
、
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
は
Ｇ
Ｏ
Ｄ
に
『
含
ま
れ
る
』
、
と
見
な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る

と
、
二
つ
の
Γ
型
の
う
ち
、
下
の
Γ
型
の
中
に
現
れ
て
い
る
「
七
術
」
と
Ｇ
Ｏ
Ｄ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
の
Γ
型

の
中
に
現
れ
て
い
る
「
三
学
」
と
Ｊ
・
Ｃ
Ｈ
と
を
包
含
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
つ
の
包
含
関
係
が
符
合
し
ま
す
。 

 

キ
リ
ス
ト
と
神
と
い
う
語
か
ら
、
二
つ
の
Γ
型
を
合
わ
せ
る
と
十
字
架
の
形
に
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

で
は
キ
リ
ス
ト
と
神
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
字
架
が
二
つ
の
Γ
型
に
割
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
割
れ
た
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
の
何
ら
か
の
分
裂
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
こ
こ

で
Γ
型
が
『
薔
薇
の
封
印
』
に
登
場
し
た
時
の
状
況
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
Γ
型
はpirate

＝
「
海
賊
」
と

し
て
Ｇ
字
型
コ
ー
ス
の
中
に
出
現
し
ま
し
た
。
Ｇ
字
型
コ
ー
ス
に
は
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
は
さ
ん
で
対
峙
す
る

英
国
と
フ
ラ
ン
ス
が
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
の
英
国
は
独
自
の
「
国
教
会
」
で
、
し
か
もE

lizabeth

Ⅰ
世

の
当
時
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
。
他
方
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ユ
グ
ノ
ー
の
弾
圧
。A

rthur Brooke

の
溺
死
も

そ
う
い
っ
た
当
時
の
情
勢
に
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
我
々
の
二
つ
の
Γ
型
が
英
国
と
フ

ラ
ン
ス
の
２
教
会
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
一
体
ど
ち
ら
の
Γ
型
が
ど
ち
ら
の
国
の
教
会
な

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
今
ま
で
言
及
さ
れ
ず
に
い
た
文
字
「
六
」
に
充
て
た
Ｆ
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の

Ｆ
に
よ
っ
て
下
段
の
Γ
型
を
フ
ラ
ン
ス
の
教
会
と
見
な
す
な
ら
ば
、
上
段
に
も
英
国
を
表
す
文
字
が
あ
る
は
ず

で
す
。
こ
う
し
てE

lizabeth

朝
当
時
の
英
国
、
つ
ま
りE

ngland
を
表
す
文
字
と
し
て
第
２
列
の
「
五
」
＝

Ｅ 

が
得
ら
れ
ま
す
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こ
う
し
て
テ
キ
ス
ト
に
出
現
し
た
二
国
を
眺
め
る
と
、
大
き
な
空
白
が
海
峡
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ

き
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
で
は 

ｅ 

がFrancis B
acon 

、E
lizabeth

Ⅰ
世
、
親
子
の
絆
、
梨
の
実 

と
し

て
登
場
し
ま
し
た
。
梨
と
い
え
ば
テ
キ
ス
ト
中
に
も
「
梨
」
と
い
う
文
字
が
登
場
し
ま
す
。
Ｅ
＝
ｅ 

に
該
当

す
る
「
五
」
と
「
梨
」
が
、
テ
キ
ス
ト
の
中
心
に
関
し
て
点
対
称
に
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
配
置
が
作
者
の

意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
二
つ
の
Ｆ
も
ま
た
同
じ
位
置
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
Ｆ
＝
Ｆ 

な
の
で
す
か
ら 

ｅ
＝
梨 

の
は
ず
で
あ
り
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
の
「
梨
」
は
、
梨
の
木
で
は
な
く
、
梨
の
実

の
は
ず
で
す
。
実
際
、
「
梨
」
の
左
と
な
り
は
「
杯
」
で
あ
り 

 

「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

 

と
な
り
ま
す
。「
不
」
↓
「
非
」
と
い
う
の
は
、
か
な
り
乱
暴
で
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
のhand

↓arm

とfoot

↓leg

と
同
様
に
考
え
れ
ば
、
ど
こ
か
他
に
同
様
の
「
不
」
↓
「
非
」
と
い
う
符
合
が
あ
る
は
ず
で
す
。 

                            

こ
の
時
点
で
、
テ
キ
ス
ト
中
に
見
え
て
い
る
数
の
う
ち
、
ま
だ
言
及
の
な
い
も
の
は
「
九
」
の
み
で
す
。
当

然
「
九
」
＝
Ｉ 

の
は
ず
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
中
心
に
関
し
て
「
九
」
と
点
対
称
な
位
置
に
あ
る
の
は
第

２
列
の
「
不
」
。
こ
れ
は
ど
う
に
も
符
合
し
ま
せ
ん
。
「
九
」
＝
Ｉ 

の
す
ぐ
右
と
な
り
が
「
十
」
＝
Ｊ
で
す
。

Ｊ
は
歴
史
的
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
を
曲
げ
て
で
き
た
文
字
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら 
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「
垂
九
」
＝
「
上
か
ら
下
へ
た
れ
さ
が
る
Ｉ
」
↓
「
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
」
＝
「
Ｉ
」 

 

に
気
付
き
ま
す
。
「
垂
九
」
と
点
対
称
の
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
「
不
好
」
。 

 

「
不
好
」
＝
「
不
女
子
」
↓
「
非
女
子
」
＝
「
女
性
で
は
な
い
」 

 

と
解
す
こ
と
で
、
先
の
「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

と
符
合
し
ま
す
。
で
は
な
ぜ

「
垂
九
」
＝
「
ま
っ
す
ぐ
な
Ｉ
」
＝
「
Ｉ
」
と
「
女
性
で
は
な
い
」
と
が
符
合
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
女
性
で

は
な
い
」
は
、『
薔
薇
の
封
印
』
の 

W
e gat no M

を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り 

Ｉ
（
私
＝Francis B

acon

） 

は
男
性
で
あ
る
の
で
、E

lizabeth

の
王
位
を
私
が
継
承
す
る
の
が
当
然
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

わ
ざ
わ
ざ
「
ま
っ
す
ぐ
な
」
と
強
調
し
て
い
る
の
は
、
王
位
を
継
承
す
べ
き
は
「
曲
が
っ
た
」
Ｊ
（
＝Jam

es 

Ⅰ

世
）
で
は
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
な
こ
の
Ｉ
（
私
＝Francis B

acon

）
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』

に
よ
れ
ば
、Jam

es 

Ⅰ
世
の
即
位
後
のFrancis B

acon
は
王
位
継
承
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
で
の
「
責
子
」
の
作
者
は
「
王
位
継
承
を
目
論
むF

r
a
nc
i
s 
Ba
c
o
n

」
に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け
た
口
調
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
以
上
で
文
面
に
現
れ
た
数
は
全
て
一
通
り
は
解
読
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

                          

で
は
次
に
「
十
三
」
↓
「
一
三
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
幻
影
の
よ
う
な
「
一
」
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。「
一
」
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を
、
そ
れ
が
あ
る
べ
き
「
十
」
の
位
置
に
据
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

                           

最
終
段
階
で
は
、
視
点
を
少
し
大
き
く
し
て
眺
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
一
」
を
含
む
テ
キ
ス
ト
の
句
は
、

上
段
の
Γ
型
で
遮
ら
れ
、
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
左
隣
を
、
既

出
の
「
垂
九
」
を
除
い
て
追
う
と
、
「
通
子
齢
」
＝
「
子
の
齢
（
よ
わ
い
）
に
通
じ
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
雍

端
年
一
」
に
よ
っ
て
、Francis B

acon

の
死
亡
の
年
が
解
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

テ
キ
ス
ト
中
、
Ｆ
Ｂ
＝Francis B

acon

は 

Ｊ
Ｃ
Ｈ
＝Jesus C

hrist 

を
含
む
Γ
型
の
上
に
位
置
し
て
い

ま
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
に
お
い
てIesus

の
上
に
配
さ
れ
た
の
はE

lizabeth Tudor

の
霊
魂
を
表
す
ｅ
で
し

た
。
同
様
に
Ｆ
Ｂ
の
こ
の
配
置
を
、Francis B

acon

が
死
亡
し
て
い
る
状
態
と
み
な
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

Francis B
acon

は
２
度
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ずShakespeare

と
し
て
の
死
亡
が

１
６
１
６
年
。
そ
し
て
本
当
のFrancis B

acon

の
死
亡
が
１
６
２
６
年
で
す
。
Ｆ
Ｂ
の
右
と
な
り
に
注
目
し
ま

し
ょ
う
。
以
前
に
こ
の
箇
所
に
お
い
て
第
３
列
の
計
で
あ
る
２
６
が 

 已
＋
二
八
＋
匹
↓
六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六 

 と
し
て
計
算
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
二
八
」
＝
「
十
六
」
＝
「
一
六
」
で
す
。
す
る

と
第
３
列
は 
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「
已
二
八
」
＝
「
六
十
六
」
＝
「
六
一
六
」 

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
薔
薇
の
封
印
』
で
は
１
６
１
６
年
はPyearP

つ
ま
り
１
６
の
連
続
と
し
て
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
全
く
同
様
に
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
に
よ
っ
て
も 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
十
六
」
＝
「
六
一
六
」
↓
「
一
六
一
六
」
＝
１
６
１
６
年 

 

と
な
り
ま
す
。「
已
二
八
」
の
箇
所
は
、
「
阿
舒
已
二
八
」
つ
ま
り
「
あ
あ
言
っ
て
し
ま
っ
た
『
已
二
八
』」
で
す
。 

「
阿
舒
已
二
八
」
の
対
称
位
置
に
は
「
一
」
を
「
六
」
に
繋
げ
る
こ
の
操
作
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、 

 

「
不
識
六
与
」
＝
「
不
識
六
与･

･･

」
＝
「
六
と
、
そ
れ
と
何
だ
ろ
う
か
？
」 

 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
不
識
六
与
」
に
つ
い
て
は
、
続
く
「
七
」
は
Γ
型
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
「
六
与
」

ま
で
に
注
目
す
る
わ
け
で
す
。 

「
雍
端
年
一
」
の
対
称
位
置
は
、
「
懶
惰
故
無
」
、
つ
ま
りShakespeare

が
１
６
１
６
年
に
消
え
た
の
は

Francis B
acon

が
執
筆
を
「
怠
け
た
か
っ
た
か
ら
消
滅
さ
せ
た
の
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
「
責
子
」
作
者
は
こ

こ
で
も
相
変
わ
ら
ず
のF

r
a
n
c
i
s 
B
ac
o
n

に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け
た
口
調
で
す
。 

 

今
度
はShakespeare

と
し
て
で
は
な
い
、
本
当
のFrancis Bacon

の
没
年
を
捜
し
ま
し
ょ
う
。
先
程
の

「
已
二
八
」
を
、
二
×
八
＝
十
六 

と
い
う
か
け
算
を
せ
ず
に
、
素
直
に
「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
と
見
な

し
、
さ
ら
に
「
雍
端
年
一
」
＝
「
端
の
年
一
を
ふ
さ
げ
」
を
施
す
と 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
↓
「
一
六
二
八
」
＝
１
６
２
８
年 

 

で
す
。
こ
の
１
６
２
８
年
と
い
う
の
は
、Francis B

acon

の
没
年
か
ら
２
年
後
で
す
。
我
々
の
テ
キ
ス
ト
中
で

のFrancis B
acon

は
Ｆ
Ｂ
＝
「
已
二
」
で
す
。
「
已
二
」
＝
「
す
で
に
２
」
。
つ
ま
り
１
６
２
８
年
時
点
で
は

「
す
で
に
２
」
年
経
っ
て
い
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、Francis B

acon

の
没
年
で
あ
る
１
６
２
６
年
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
てShakespeare

とFrancis B
acon

の
没
年
は
、
同
一
箇
所
に
記
さ
れ
た
こ
と
と

な
り
、
彼
ら
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
原
因
と
な
っ
た
「
通
子
齢
」
の
対
称

物
は
、
「
総
紙
筆
」
、
つ
ま
り
は
全
著
作
で
す
。
こ
れ
は
、『
薔
薇
の
封
印
』
のall idem

と
符
合
し
ま
す
。 
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さ
ら
に
、
「
総
紙
筆
」
の
「
紙
筆
」
の
字
付
近
を
み
る
と
、 

 

「
実
筆
匹
復
紙
」 

 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
実
筆
」
つ
ま
り
自
筆
の
原
稿
が
、
「
復
紙
」
つ
ま
り
「
代
書
屋
に
清
書
さ
せ
て
仕
上
げ
た

紙
面
」
に
匹
敵
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
間
違
い
が
無
く
完
璧
な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
「
復
紙
」
と
い
う
成
句

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、Shakespeare

の
自
筆
台
本
が
間
違
い
が
無
い
完
璧
な
も
の
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
有
名
で
す
の
で
、「
実
筆
匹
復
紙
」
を
こ
の
様
に
解
す
こ
と
は
容
易
で
す
。
さ
ら
に
「
実
筆
匹
復
紙
」

と
点
対
称
に
位
置
す
る
の
は
、 

 

「
雍
通
天
子
運
」
＝
「
天
子
に
至
る
運
を
ふ
さ
ぐ
」 

 

で
す
。
こ
れ
はFrancis Bacon

が
即
位
し
な
か
っ
た
こ
と
と
符
合
し
ま
す
。 

 

『
薔
薇
の
封
印
（
「
数
学
の
い
ず
み
」
版
改
定
第
３
版
）』
で
は
、Jam

es 

Ⅰ
世
の
即
位
後
のFrancis B

acon

が
王
位
継
承
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
形
を
得
る
際
に
用
い
ら
れ
た
イ
ド

ラ
消
去
の
操
作(14—

30)

に
お
い
て
判
明
し
た
わ
け
で
す
。
「
雍
通
天
子
運
」
と
い
う
同
様
の
結
果
を
得
た
今
、

 
 

責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 
上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 
被 
両 

鬢 
 
 

肌 

膚 

不 

復 

実 

雖 

有 

五 
男 

児 
 
 

総 

不 

好 

紙 

筆 
 
 
 
 

Ｅ 

阿 

舒 

已 

二 

八 
 
 

懶 

惰 

故 

無 

匹 
 
 
 
 

Ｆ 

Ｂ 

Ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｏ 

Ｄ 

阿 

宣 

行 

志 

学 
 
 

而 

不 

愛 

文 

術 

雍 

端 

年 

一 

三 
 
 

不 
識 

六 

与 

七 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｃ 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 

Ｇ 

通 

子 

垂 

九 

齢 
 
 

但 

覓 

梨 
与 

栗 

天 

運 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 

杯 
中 
物 
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こ
の
「
イ
ド
ラ
の
除
去
」
と
同
様
の
操
作
を
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
意
識
し
た

現
段
階
の
解
読
に
お
い
て
、
今
ま
で
に
使
用
し
た
文
字
す
べ
て
を
消
去
す
る
の
で
す
。
残
っ
た
も
の
は
次
の
通

り
。 

                   

こ
の
残
骸
を
通
常
の
順
序
で
追
お
う
と
す
る
と
、
「
肌
膚
不
」
の
「
不
」
で
つ
か
え
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

「
但
覓 

与
栗
」 

 

に
つ
い
て
も
、「
覓
」
に
続
く
文
字
が
欠
け
た
た
め
、
意
味
を
追
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
最
初
の
「
肌
膚
不
」

か
ら
解
決
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
肌
膚
不
」
で
つ
か
え
た
こ
と
は
、「
肌
膚
不
」
に
続
い
て
い
た
文
字
「
復
実
」

に
注
目
さ
せ
ま
す
。
こ
こ
で
前
述
の 

 

「
杯
」
＝
「
不
木
」
↓
「
非
木
」
＝
「
木
で
は
な
い
」 

 

を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
我
々
の
「
梨
」
は
「
非
木
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
実
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の

こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て 

 

「
復
実
」
＝
「
（
梨
の
）
実
を
も
と
の
状
態
に
戻
す
」 

 

と
考
え
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、 

 

「
但
覓 

与
栗
」
↓
「
但
覓
梨
与
栗
」 

 

と
な
り
ま
す
が
、
肝
心
の
「
肌
膚
不
」
に
つ
い
て
は
、
つ
か
え
た
ま
ま
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
れ
に
は
『
薔
薇
の
封
印
』
で
行
わ
れ
た
「
復
実
」
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
『
薔
薇
の
封
印
』
の
「
復
実
」

 
 

責 
子 

 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 

両 
鬢 

 
 

肌 

膚 

不 
 

雖 

有 
 
 

男 
児 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

阿 

宣 

行 

志 
 
 
 
 

而 

不 

愛 

文 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但 

覓 
 
 

与 

栗 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 
 
 

中 

物 
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は
、『
薔
薇
の
封
印
（
「
数
学
の
い
ず
み
」
版
改
定
第
３
版
）
』
の
（8—

10

）（8—
11

）（8—
12

）
に
お
い
て
な

さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
の
「
復
実
」
は
、
梨
の
実
ｅ
を
戻
す
の
で
は
な
く
、
へ
た
を
付
け
た
ま
ま
の
実

ａ
を
戻
す
操
作
で
し
た
。 

「
責
子
」
の
「
復
実
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
「
梨
」
だ
け
で
は
な
く
、
実

の
へ
た
を
表
す
も
の
も
復
元
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
最
も
妥
当
な
も
の
は
、「
結
ぶ
」

「
つ
な
ぐ
」
「
し
め
く
く
り
」「
（
髪
の
）
も
と
ゆ
い
」
等
の
字
義
を
有
す
る 

 

「
総
」 

 

で
す
。
こ
う
し
て
「
梨
」
と
「
総
」
の
２
文
字
を
復
元
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
総
」
の
復
元
の
契
機
、
「
肌

膚
不
」
の
つ
か
え
た
様
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
残
骸
（
前
掲
）
に
お
け
る
「
総
」
の
配
置
か
ら
、「
肌
膚
不
」
に

は
例
外
的
に
「
総
」
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

                    

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
総 

雖
有
男
児 

阿
宣
行
志 

而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗 

苟
如
此 

且
進
中
物 

 

最
初
の
「
白
髪
被
両
鬢
」
は
良
い
と
し
て
、
「
肌
膚
不
総
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
白
髪
被

両
鬢 

肌
膚
不
総
」
と
続
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
「
白
髪
が
左
右
の
鬢
を
被
っ
て
い
る
の

 
 

責 

子 
 
 
 
 

 

上
１ 

 
 

上
２ 

 

上
３ 

 
 

上
４ 

 
 

上
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

下
１ 

 
 

下
２ 

 
 

下
３ 

 
 

下
４ 

 
 

下
５ 

白 

髪 

被 

両 

鬢 
 
 

肌 
膚 

不 
 

雖 

有 
 
 

男 

児 
 
 

総 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

阿 

宣 

行 

志 
 
 
 
 

而 

不 

愛 

文 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但 

覓 

梨 

与 

栗 

苟 

如 

此 
 
 

且 

進 
 
 

中 

物 
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だ
か
ら
、
全
部
が
む
き
出
し
の
頭
皮
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
く
だ
け
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、 

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
総 

白
髪
が
両
鬢
を
被
っ
て
い
る 

完
全
に
禿
げ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い 

 

で
す
。
と
て
も
ふ
ざ
け
た
内
容
で
す
が
、
こ
れ
はShakespeare

のfirst folio

の
表
紙
の
肖
像
画
に
見
事
に

一
致
し
ま
す
。first folio

に
つ
い
て
は
、
以
前
の
解
読
に
お
い
て
も
「
三
通
」
と
い
う
形
で
言
及
が
あ
り
ま
し

た
。 

                        

雖
有
男
児 

 
 
 
 
 

 
 

 

阿
宣
行
志 

男
の
子
が
い
た
の
に 

あ
あ
、
志
を
宣
言
し
、
実
行
し
た 

 

こ
れ
は
ど
う
み
て
も
母
親E

lizabeth Tudor

の
こ
と
で
す
。
志
を
宣
言
す
る
と
い
う
の
は
、
有
名
な
「
国
家

と
結
婚
す
る
」
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
続
く
「
而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗
」
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

E
lizabeth Tudor

が
「
文
を
好
ま
ず
、
た
だ
梨
と
栗
と
を
求
め
た
」
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
出
の
通
り
「
栗
」

↓
「
慄
」
と
解
し
た
上
で
、「
但
覓
梨
与
栗
」
↓
「
但
覓
梨
之
与
慄
」
と
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り 
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而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗 

そ
し
て
文
を
好
ま
ず
に 

た
だ
芝
居
の
ス
リ
ル
を
求
め
た 

 E
lizabeth Tudor

が
た
い
そ
う
な
教
養
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
「
文
を
好
ま
ず
」
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
は
、
演
劇
の
鑑
賞
は
し
た
が
台
本
は
読
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
直
接
に
台
本
を
読
ん
で
い
れ
ばEt tu Brute ?

の
真
意
が
伝
わ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

苟
如
此 

且
進
中
物 

と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
な
ら 

中
の
物
を
進
め
る
と
す
る
か 

 

「
中
の
物
」
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
Γ
型
の
中
の
も
の
、
つ
ま
り
は
学
問
と
宗
教
で
す
。
「
中
の
物
を
進
め
る
」

と
い
う
の
は
、Francis Bacon

が
学
問
と
宗
教
に
関
す
る
大
き
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
、F

r
a
n
c
i
s
 

B
a
c
on

に
な
り
き
っ
た
、
お
ど
け
た
口
調
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

白
髪
被
両
鬢 

肌
膚
不
総 

雖
有
男
児 

阿
宣
行
志 

而
不
愛
文 

但
覓
梨
与
栗 

苟
如
此 

且
進
中
物 

白
髪
が
両
鬢
を
被
っ
て
い
る 

完
全
に
禿
げ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い 

男
の
子
が
い
た
の
に 

あ
あ
、
志
を
宣
言
し
、
実
行
し
た 

そ
し
て
文
を
好
ま
ず
に 

た
だ
芝
居
の
ス
リ
ル
を
求
め
た 

と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
の
な
ら 

中
の
物
を
進
め
る
と
す
る
か 

 

こ
れ
で
は
「
子
を
責
め
る
」
の
で
は
な
く
「
子
が
（
親
を
）
責
め
る
」
よ
う
な
も
の
で
す
。Francis B

acon

に
な
り
す
ま
し
た
「
責
子
」
の
作
者
は
「
責
子
」
と
い
う
題
名
に
ま
で
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
施
し
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
ま
で
無
礼
講
が
過
ぎ
る
と
「
阿
舒
」
が
最
後
に
続
か
な
い
こ
と
が
疑
問
に
思
え
て
き
ま
す
。
現
時

点
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
解
読
に
あ
っ
て
は
、「
阿
舒
」
は
「
阿
舒
已
二
八
」
と
し
て
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
極
端
な
無
礼
講
に
で
は
な
く
「
已
二
八
」
の
前
に
「
阿
舒
」
を
配
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ
れ
ほ

ど
の
無
礼
講
よ
り
も
さ
ら
に
な
お
、「
阿
舒
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
事
項
が
「
已
二
八
」
に
記
さ
れ
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て
い
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
前
出
のFrancis B

acon

の
没
年
を
読
み
取
っ
た
箇
所
を
再
掲

し
ま
す
。 

 

「
已
二
八
」
＝
「
六
二
八
」
↓
「
一
六
二
八
」
＝
１
６
２
８
年 

 

で
す
。
こ
の
１
６
２
８
年
と
い
う
の
は
、Francis B

acon

の
没
年
か
ら
２
年
後
で
す
。
我
々
の
テ
キ
ス
ト
中
で

のFrancis B
acon

は
Ｆ
Ｂ
＝
「
已
二
」
で
す
。
「
已
二
」
＝
「
す
で
に
２
」
。
つ
ま
り
１
６
２
８
年
時
点
で
は

「
す
で
に
２
」
年
経
っ
て
い
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、Francis B

acon

の
没
年
で
あ
る
１
６
２
６
年
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
と
「
已
二
八
」
の
重
要
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
つ
ま
り
は
「
責
子
」
が
１
６
２
８
年
に
作
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
が
「
阿
舒
」
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
と
、
よ
う
や
く
気
付
く
の
で
す
。 

   

天
才
の
卓
抜
の
暗
号
技
法
と
、
『
薔
薇
の
封
印
』
と
の
完
璧
な
符
合
は
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
著
者
か
ら
、
結
び

の
言
葉
な
ど
と
い
う
ど
う
で
も
よ
い
も
の
を
記
す
気
力
を
見
事
奪
い
去
り
ま
し
た
。
阿
舒
。 


